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【
佐
野
真
人
】
皆
様
、
本
日
は
ご
多
忙
の
中
を
多
数
ご
参
集
く
だ
さ
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
た
だ
い
ま
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道

研
究
所
公
開
学
術
講
演
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
講
演
に
先
立
ち
ま
し
て
研
究
開
発
推
進
セ
ン

タ
ー
長
の
岡
野
友
彦
よ
り
、
ご
挨
拶
並
び
に
講
師
の
先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
岡
野
友
彦
】
本
日
は
平
成
二
十
八
年
度
神
道
研
究
所
公
開
学
術
講
演
会
と
い
う
こ
と
で
、
関

西
大
学
文
学
部
教
授
の
西
本
昌
弘
先
生
を
お
招
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
西
本
先
生
の
ご

略
歴
等
皆
様
の
お
手
元
に
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
が
、
昭
和
三
十
年
に
大
阪
の
お
生
ま
れ
で
ご

ざ
い
ま
す
。
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
博
士
課
程
史
学
専
攻
を
修
了
さ
れ
、
博
士
（
文
学
）
の
学

位
を
お
取
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
三
年
に
宮
内
庁
書
陵
部
に
お
入
り
に
な
り
、

平
成
十
一
年
か
ら
関
西
大
学
に
お
移
り
に
な
り
現
在
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご

専
門
は
日
本
古
代
史
・
日
本
古
代
政
治
史
・
対
外
関
係
史
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
主
要

業
績
は
片
手
で
持
ち
上
げ
ら
れ
な
い
程
の
す
ご
い
業
績
で
ご
ざ
い
ま
す
。
主
な
も
の
と
し
て

は
、
塙
書
房
の
『
日
本
古
代
儀
礼
成
立
史
の
研
究
』、
あ
る
い
は
『
日
本
古
代
の
王
宮
と
儀
礼
』

で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
に
た
く
さ
ん
の
本
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
の
お
求
め
や
す
い
本

と
し
て
は
、
山
川
出
版
か
ら
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
『
桓
武
天
皇
』
を
お
出
し
に
な
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
古
代
史
に
お
い
て
、
本
当
に
様
々
な
分
野
に
重
厚
な
研
究
業
績
を
残
し
て
お
ら
れ
る
先

生
を
こ
の
場
に
お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
ど
も
神
道
研
究
所
で
は
、
皇
室
祭
祀
の

研
究
と
い
う
こ
と
で
、
儀
式
、
践
祚
、
大
嘗
祭
の
研
究
等
の
訓
読
注
釈
の
刊
行
を
以
前
に
致
し

ま
し
た
が
、
本
日
の
お
題
と
し
て
は
、「
殯
」・「
殯
宮
」、
訓
読
す
れ
ば
「
も
が
り
」「
も
が
り

の
み
や
」、
音
読
す
れ
ば
「
ひ
ん
」「
ひ
ん
き
ゅ
う
」
と
な
り
ま
す
が
、「
殯
・
殯
宮
と
王
宮
・

葬
地
」
と
い
う
こ
と
で
、
王
の
葬
式
と
い
う
、
お
亡
く
な
り
に
な
る
こ
と
に
関
わ
る
儀
式
を
神

道
に
絡
め
て
ど
の
よ
う
に
お
話
し
い
た
だ
け
る
の
か
、私
も
大
変
わ
く
わ
く
致
し
て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
こ
れ
か
ら
九
十
分
と
い
う
短
い
時
間
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
西
本
先
生
の
お
話
を
私

も
一
緒
に
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
西
本
先
生
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

【
西
本
昌
弘
】
み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
、
た
だ
い
ま
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
西
本
昌
弘
で
ご
ざ
い

ま
す
。
過
分
の
ご
紹
介
を
し
て
い
た
だ
い
て
、
本
当
に
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
公
開
学

術
講
演
会
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ま
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
よ
う
に
、
私
は
古
代
の
儀
礼
や
年
中
行
事
と
い
っ
た
も
の
が
本
来
専
門
で
あ
り
ま
し
た
が
、
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最
近
は
平
城
宮
や
藤
原
宮
と
い
っ
た
王
宮
や
、
近
年
発
掘
さ
れ
た
飛
鳥
・
藤
原
の
遺
跡
と
の
関

わ
り
な
ど
も
追
究
し
て
お
り
ま
し
て
、
あ
ち
こ
ち
に
手
を
出
し
て
い
る
つ
け
が
回
っ
て
き
た
の

か
、
色
々
な
方
に
批
判
さ
れ
炎
上
し
か
か
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
、
そ
の
炎
上
し
か
か
っ
て

い
る
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
を
ご
紹
介
し
、
反
論
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
し
て
参
り
ま
し
た
。

「
殯
・
殯
宮
と
王
宮
・
葬
地
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
致
し
ま
し
た
が
、「
殯
」
と
か
「
殯
宮
」
と

言
わ
れ
て
も
、
耳
慣
れ
な
い
言
葉
で
何
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か

と
思
い
ま
す
。
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
お
通
夜
や
お
葬
式
の
こ
と
で
す
。
人
が
亡
く
な
っ
て
か

ら
埋
葬
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
ご
遺
体
は
あ
る
一
定
の
場
所
に
安
置
（
場
合
に
よ
っ
て
は
埋
葬
）

さ
れ
、
親
族
は
泣
き
悲
し
み
な
が
ら
様
々
な
儀
礼
を
尽
く
し
、
音
楽
を
流
し
た
り
舞
を
舞
っ
た

り
し
て
死
者
の
霊
を
慰
め
た
後
、
埋
葬
に
向
か
い
ま
す
。
我
々
の
身
辺
で
は
恐
ら
く
お
通
夜
や

お
葬
式
が
そ
れ
に
相
当
す
る
の
で
、
そ
れ
を
連
想
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
か
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
、
古
代
の
天
皇
や
皇
子
・
皇
女
の
お
葬
式
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
が
一
体

ど
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
普
通
で
す
と
、
お
葬

式
は
亡
く
な
っ
た
方
の
家
か
、
最
近
で
は
葬
儀
場
で
全
て
済
ま
せ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
古
代
皇

族
の
「
殯
」
の
場
合
、
実
際
に
死
者
の
邸
宅
で
行
っ
た
の
か
、
或
い
は
邸
宅
外
・
墓
場
で
行
っ

た
の
か
と
い
う
場
所
の
問
題
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、私
が
批
判
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
、

そ
の
辺
り
の
こ
と
を
考
え
た
い
と
思
い
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
致
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に

そ
れ
で
は
、
は
じ
め
に
の
方
に
入
り
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
（
六
五
八
）
五
月
・

十
月
条
に
、
斉
明
天
皇
か
ら
し
ま
す
と
孫
に
あ
た
る
皇
孫
の
建
王
と
い
う
方
が
、
八
歳
で
お
亡

く
な
り
に
な
ら
れ
ま
す
。
口
か
ら
言
葉
が
出
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
少
々
障
害
を
お
持
ち
の

方
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
故
に
祖
母
の
斉
明
天
皇
は
可
愛
が
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

建
王
の
父
親
は
中
大
兄
皇
子
で
す
の
で
、
本
来
な
ら
ば
天
皇
に
な
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
血

筋
の
方
で
す
が
、
こ
の
方
が
八
歳
で
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
時
、
斉
明
天
皇
は
非

常
に
悲
し
み
ま
し
て
、「
今
城
谷
の
上
（
ほ
と
り
）
に
殯
を
起
て
て
収
む
」、
そ
し
て
将
来
私
が

死
ん
だ
ら
、
私
の
御
陵
に
合
葬
し
て
ほ
し
い
と
命
令
し
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
は
斉
明
天
皇
が

悲
し
ん
で
い
る
こ
と
や
合
葬
の
命
令
を
出
し
た
こ
と
を
載
せ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
建
王
を
斉

明
天
皇
の
崩
御
後
に
合
葬
し
た
と
い
う
記
事
は
存
在
し
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
時
の
斉
明
天
皇
の

命
令
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
し
、
や

は
り
私
は
、『
日
本
書
紀
』
に
載
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
斉
明
天
皇
の
命
令
は
守
ら
れ
た
の

で
あ
り
、
実
際
に
斉
明
天
皇
陵
に
建
王
は
合
葬
さ
れ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
合
葬
前

に
は
今
城
谷
に
殯
宮
が
建
て
ら
れ
た
の
で
す
が
、
こ
の
今
城
谷
の
場
所
に
つ
い
て
も
色
々
と
問

題
が
あ
り
ま
す
。
飛
鳥
か
ら
西
南
十
キ
ロ
程
離
れ
て
は
い
る
の
で
す
が
、「
今
木
」
と
い
う
地

名
が
奈
良
県
吉
野
郡
大
淀
町
に
あ
り
、
通
説
で
は
そ
こ
が
今
城
谷
の
場
所
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
私
が
以
前
に
明
日
香
村
の
小
字
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、
飛
鳥
寺
の
す
ぐ
南
辺

り
に
あ
る
後
飛
鳥
岡
本
宮
（
斉
明
天
皇
の
宮
）
の
近
く
に
、「
イ
マ
キ
」
と
い
う
小
字
が
残
っ
て

い
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
こ
は
、
最
近
亀
形
石
と
言
わ
れ
る
非
常
に
可
愛
い
亀
形
の
石

が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
、
飛
鳥
に
あ
る
酒
船
石
遺
跡
の
近
辺
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
「
イ
マ
キ
」

と
い
う
地
名
か
ら
、
私
は
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
四
年
五
月
条
の
「
今
城
谷
の
上
に
殯
を
起

て
て
収
む
」
と
い
う
記
述
や
、
斉
明
天
皇
の
「
今
城
な
る

小
丘
が
上
に
」
と
い
う
和
歌
に
見

え
る
「
今
城
谷
」
や
「
今
城
」
な
ど
は
、
こ
の
辺
り
で
い
い
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
も
う
一
点
、
こ
の
酒
船
石
遺
跡
の
一
番
北
側
か
ら
柱
穴
が
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
そ
の
中
に

は
黒
木
と
い
う
材
木
の
、
外
側
の
皮
を
剥
か
な
い
状
態
の
柱
が
八
本
程
残
っ
て
お
り
ま
し
た
。

普
通
、
建
物
は
皮
を
剥
い
て
白
木
に
し
て
建
て
ま
す
が
、
神
社
関
係
や
大
嘗
祭
に
お
け
る
建
築

物
に
は
、
た
ま
に
木
の
皮
を
剥
か
ず
黒
木
で
建
て
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
建
築

物
は
使
用
後
す
ぐ
に
撤
去
さ
れ
る
た
め
、
あ
ま
り
耐
久
性
を
考
え
な
い
で
建
物
を
造
る
場
合
が

ほ
と
ん
ど
で
す
。
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
黒
木
の
柱
が
、
酒
船
石
遺
跡
の
北
側
か
ら
出
て
き
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た
の
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、
実
際
に
発
掘
さ
れ
た
明
日
香
村
教
育
委
員
会
の
方
々
は
、
大
嘗

祭
の
時
に
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
大
嘗
祭
は
天
武
天
皇
の
御
世
か
ら

始
ま
り
ま
す
の
で
、
斉
明
天
皇
や
天
智
天
皇
の
御
世
に
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
た
と
は
、
少
々
考
え

に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
私
は
こ
れ
を
建
王
の
殯
を
行
っ
た
建
物
の
跡
で
は
な

い
か
と
考
え
、
論
文
を
書
き
ま
し
た
。

酒
船
石
遺
跡
は
、
本
来
王
室
庭
園
で
子
供
も
含
め
て
楽
し
く
遊
ぶ
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
王
室
庭
園
の
一
角
に
建
王
の
殯
宮
が
造
ら
れ
、
お
そ
ら
く
三
、
四
年
後
に
は
斉
明
天

皇
の
御
陵
に
改
葬
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
後
は
元
通
り
の
庭
園
に
な
っ
た
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
実
際
に
酒
船
石
遺
跡
を
発
掘
し
た
結
果
、
平
安
時
代
に
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
非
常
に
長
い
間
王
室
庭
園
と
し
て
飛
鳥
の
一
角
に
あ
っ
た
わ
け
で
す

が
、
一
時
だ
け
お
そ
ら
く
王
族
の
葬
儀
に
使
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
説
を
、
私
は
今
か
ら
数
年
前
に
出
し
て
本
（『
飛
鳥
・
藤
原
と
古
代
王
権
』、
同
成
社
、

平
成
二
十
六
年
）
に
収
め
た
の
で
す
が
、
小
澤
毅
氏
と
木
下
正
史
氏
か
ら
批
判
を
受
け
ま
し
た
。

ど
ち
ら
も
考
古
学
者
な
の
で
す
が
、
小
澤
氏
は
天
皇
以
外
の
殯
宮
を
宮
の
近
辺
に
設
け
た
例
は

な
い
の
で
、西
本
説
は
成
立
し
な
い
と
仰
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
最
近
出
ま
し
た
岩
波
講
座
の『
日

本
歴
史
』
の
中
に
書
か
れ
た
論
文
で
、
天
皇
の
殯
宮
は
宮
の
南
の
庭
園
や
宮
の
中
に
設
け
ら
れ

ま
す
が
、
天
皇
以
外
の
殯
宮
は
宮
の
近
辺
に
は
置
か
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
し

た
（「
飛
鳥
の
都
と
古
墳
の
終
末
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
二
、
平
成
二
十
六
年
）。
私
は
最
初
こ
れ

を
読
ん
だ
と
き
に
、何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

実
は
こ
れ
は
上
野
誠
氏
の
『
万
葉
集
』
研
究
の
説
を
引
用
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
も
う
一
人
の
木

下
正
史
氏
は
、
陵
墓
は
飛
鳥
西
南
方
の
檜
隈
・
越
智
・
真
弓
の
辺
り
に
集
中
し
ま
す
の
で
、
そ

ん
な
宮
の
近
辺
に
陵
墓
は
造
ら
な
い
の
だ
と
仰
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
私
は

批
判
を
受
け
た
時
に
不
思
議
に
思
っ
た
の
で
す
が
、
私
は
殯
宮
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
つ
も
り

が
、論
文
で
建
王
の
今
城
谷
の
墓
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、そ
こ
に
誤
解
を
招
く
原
因
を
作
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
私
が
本
当
に
言
い
た
い
の
は
殯
宮
の
場
所
で
あ
り

ま
す
の
で
、
殯
宮
の
場
所
と
し
て
前
に
申
し
上
げ
た
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
ど
う
か
、
そ

れ
を
検
証
し
た
い
の
で
す
。
以
下
、
小
澤
氏
が
引
用
し
て
お
ら
れ
る
、
上
野
誠
氏
の
説
を
検
討

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
天
皇
以
外
の
殯
宮
は
王
宮
の
近
辺
に
設
け
な
い
の
か

上
野
氏
は
「
殯
宮
儀
礼
の
空
間
」（『
古
代
日
本
の
文
芸
空
間
―
万
葉
挽
歌
と
葬
送
儀
礼
』
所
収
、

雄
山
閣
出
版
、
平
成
九
年
）
と
い
う
論
文
で
、『
万
葉
集
』
に
載
っ
て
い
る
殯
宮
挽
歌
の
検
討
を

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
は
皇
子
に
仕
え
て
い
た
舎
人
た
ち
の
歌
が
入
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
資
料
①

－

ａ
、
②
、
③
の
三
首
は
、
万
葉
歌
人
と
し
て
代
表
的
な
柿
本
人
麻
呂
の
和
歌
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
議
論
の
出
発
点
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。『
万
葉
集
』
巻
二
に
挽
歌
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
お
り
ま
し
て
、
色
々
な
時
代
の
和

歌
が
あ
り
ま
す
。「
天
下
治
め
た
ま
ふ
天
皇
の
代
」
と
あ
る
の
は
、
持
統
天
皇
の
時
代
の
歌
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
①

－

ａ
に
「
日
並
皇
子
尊
の
殯
宮
の
時
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
作
る
歌

一
首
幷
せ
て
短
歌
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
持
統
天
皇
の
息
子
で
、
将
来
天
皇
に
な
る
は
ず
で

あ
っ
た
草
壁
皇
子
が
亡
く
な
っ
た
時
の
歌
で
あ
り
ま
す
。
草
壁
皇
子
は
島
宮
が
普
段
お
住
ま
い

に
な
る
宮
で
あ
り
ま
し
た
。
お
墓
は
真
弓
と
い
う
場
所
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
次
に
、
①

－

ｂ
は
、

草
壁
皇
子
に
仕
え
た
舎
人
た
ち
の
歌
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
歌
に
は
「
島
宮
」
と
、
お
墓
で
あ

り
ま
す
「
真
弓
の
丘
」
が
何
度
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

ま
ず
①

－

ａ
は
、「
つ
れ
も
な
き

真
弓
の
岡
に

宮
柱

太
敷
き
い
ま
し

み
あ
ら
か
を

高
知
り
ま
し
て
（
本
来
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
真
弓
の
岡
に
宮
の
柱
を
造
っ
て
そ
こ
で
眠
る
）」
と
い
う

歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
草
壁
皇
子
の
御
陵
を
真
弓
の
岡
に
造
る
と
い
う
意
味
に
見
え

る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
り
ま
す
。
長
歌
の
最
後
は
「
皇
子
の
宮
人

行
く
へ
知
ら
ず
も
」
と
あ
り
、
草
壁
皇
子
に
仕
え
る
宮
人
た
ち
は
ど
こ
に
行
け
ば
い
い
の
か
分

か
ら
な
い
と
、
非
常
に
困
惑
し
て
い
る
有
様
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
反
歌
の
二
首
は
「
皇

殯
・
殯
宮
と
王
宮
・
葬
地
（
西
本
）
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子
の
御
門
の

荒
れ
ま
く
惜
し
も
」
と
言
っ
て
い
ま
し
て
、
草
壁
皇
子
が
お
住
ま
い
に
な
っ
た

島
宮
が
荒
廃
し
て
い
る
有
様
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
「
島
の
宮

勾
の
池
の

放
ち
鳥
」
は
、
こ
れ
も
主
人
を
な
く
し
た
島
宮
の
池
の
有
様
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
以
上
は
人
麻

呂
の
歌
で
あ
り
ま
す
が
、
①

－

ｂ
の
方
で
、
草
壁
皇
子
に
仕
え
た
下
級
官
人
た
ち
の
詠
ん
だ
歌

に
、「
島
の
宮

上
の
池
な
る
」、「
我
が
日
の
皇
子

い
ま
し
せ
ば

島
の
御
門
は

荒
れ
ざ

ら
ま
し
も
」
と
い
う
、
草
壁
皇
子
が
ご
存
命
な
ら
ば
島
宮
は
荒
廃
し
な
か
っ
た
の
に
と
い
う
嘆

き
を
詠
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、「
外
に
見
し

真
弓
の
岡
も

君
ま
せ
ば

常
つ
御

門
と
侍
宿
す
る
か
も
」
と
あ
り
ま
し
て
、
本
来
は
全
く
関
係
の
な
い
は
ず
の
真
弓
の
岡
に
草
壁

皇
子
が
眠
っ
て
い
る
の
で
、
常
つ
御
門
と
し
て
奉
仕
す
る
の
だ
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
後
に

「
佐
田
の
岡
辺
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
真
弓
の
岡
と
同
じ
よ
う
な
場
所
で
お
墓
の
あ
る
場

所
で
す
。
島
宮
に
関
す
る
こ
と
が
い
く
つ
か
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
真
弓
の
岡
も
た
く
さ
ん
出

て
ま
い
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
島
宮
は
非
常
に
荒
廃
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
一
方
で
こ
れ
ま
で

に
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
真
弓
の
岡
（
佐
田
の
岡
）
の
方
に
皇
子
が
移
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、

私
た
ち
は
そ
ち
ら
の
方
へ
侍
宿
を
し
に
行
く
と
い
う
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
す
。
以
上
が
、

草
壁
皇
子
の
殯
宮
挽
歌
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
高
市
皇
子
の
城
上
の
殯
宮
の
時
に
も
柿
本
人
麻
呂
の
作
っ
た
歌
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
凄
く
長
い
歌
で
あ
り
ま
す
が
、
高
市
皇
子
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
の
歌
で
す
。「
我
が
大

君

皇
子
の
御
門
を
」
と
い
う
こ
と
で
、
高
市
皇
子
は
天
の
香
具
山
に
お
住
ま
い
に
な
っ
て
お

り
、
香
具
山
宮
と
い
う
の
が
本
来
の
宮
で
あ
り
ま
す
。
和
歌
は
、
恐
ら
く
香
具
山
宮
の
こ
と
を

言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、「
神
宮
に
装
ひ
ま
つ
り
て

使
は
し
し
御
門
の
人
も

白

た
へ
の
麻
衣
着
て

埴
安
の
御
門
の
原
に

あ
か
ね
さ
す
日
の
こ
と
ご
と

鹿
じ
も
の
い
這
い

伏
し
つ
つ

ぬ
ば
た
ま
の
夕
に
至
れ
ば

大
殿
を
振
り
放
け
見
つ
つ

鶉
な
す
い
這
い
ひ
も
と

ほ
り

侍
へ
ど
侍
ひ
え
ね
ば
」云
々
と
あ
り
ま
し
て
、こ
こ
で
は
高
市
皇
子
の
生
前
の
宮
で
あ
っ

た
香
具
山
宮
に
仕
え
て
い
た
人
々
が
、
白
い
麻
衣
に
着
替
え
て
遺
骸
の
前
で
悲
し
ん
で
這
い
つ

く
ば
っ
て
泣
い
て
い
る
よ
う
な
歌
を
詠
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
ど
う
や
ら
本
来

生
前
の
宮
で
あ
る
香
具
山
宮
で
、
お
通
夜
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
の
で

す
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
「
百
済
の
原
ゆ

神
葬
り
葬
り
い
ま
せ
て

あ
さ
も
よ
し
城
上
の
宮

を

常
宮
と
高
く
し
た
て
て

神
な
が
ら
し
づ
ま
り
ま
し
ぬ
」
と
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
「
香

具
山
の
宮

万
代
に
過
ぎ
む
と
思
へ
や
」
と
あ
り
ま
し
て
、「
香
具
山
宮
」
と
い
う
本
来
の
生

前
の
住
ま
い
と
、
お
墓
を
造
っ
た
「
城
上
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
交
代
で
歌
の
中
に
出
て
き
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
い
の
か
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
歌
の
題
詞
に
「
高
市
皇

子
尊
の
城
上
の
殯
宮
の
時
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
城
上
の
殯
宮
の
時
の
歌
で
あ
り
、
殯

は
城
上
宮
で
行
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
こ
の
歌
は
凄
く
矛
盾
し
た
考
え
を

導
く
よ
う
な
歌
で
、
解
釈
は
非
常
に
難
し
い
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
明
日
香
皇
女
と
い
う
人
物
が
亡
く
な
っ
た
時
に
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
歌

で
、
同
じ
く
城
上
の
殯
宮
の
歌
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
歌
で
は
、
一
番
最
初
に
「
明
日
香
の
川
の
」

と
詠
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
歌
の
途
中
に
「
思
ほ
し
し
君
と
時
々

出
で
ま
し
て
遊
び
た
ま
ひ

し

御
食
向
か
ふ
城
上
の
宮
を

常
宮
と
定
め
た
ま
ひ
て
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
表
現
に
注

目
し
ま
す
と
、「
城
上
宮
」
と
い
う
の
は
明
日
香
皇
女
が
夫
君
と
時
々
出
向
い
て
遊
ん
だ
場
所

で
あ
る
と
い
う
の
が
分
か
り
ま
す
。
そ
こ
を
「
常
宮
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
て
、
常
宮
と
は
挽

歌
で
は
お
墓
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
城
上
宮
を
お
墓
の
よ
う
に
詠
ん
で

い
て
、
普
段
は
住
ま
わ
ず
、
た
ま
に
旦
那
さ
ん
と
一
緒
に
遊
び
に
行
っ
た
場
所
と
し
て
詠
ん
で

い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
冒
頭
の
題
詞
で
は
「
城
上
の
殯
宮
」
と
書
い
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

題
詞
を
重
ん
じ
る
と
殯
は
城
上
で
行
っ
て
い
る
た
め
、
明
日
香
皇
女
の
生
前
の
宮
は
ど
こ
か
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
城
上
宮
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
上
、
非
常
に
や
や
こ
し
い
史
料
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
上
野
誠
氏
は
論
文
で
①

－

ａ
、
①

－

ｂ
、
③
の
和
歌
を
検
討
さ
れ
ま
し
て
、
天
皇
以
外
の
殯
宮
は
宮
都
近
辺
に
は
置
か
ず
、

ど
れ
も
皇
子
の
生
前
の
居
所
で
は
殯
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
、
①
の
日
並
皇
子
（
草
壁
皇
子
）
の
生
前
の
居
所
は
島
宮
で
す
が
、
殯
宮
は
島
宮
で
は
な

く
真
弓
・
佐
田
と
い
う
場
所
で
行
っ
て
い
る
こ
と
を
、
先
ほ
ど
の
和
歌
か
ら
読
み
取
ら
れ
ま
し

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
四
号
（
平
成
三
十
年
三
月
）
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た
。
実
際
に
『
延
喜
式
』
に
も
、
草
壁
皇
子
の
陵
墓
は
真
弓
丘
陵
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
出
て
き

ま
す
。
で
す
か
ら
、
草
壁
皇
子
の
殯
は
、
将
来
お
墓
に
な
る
真
弓
丘
で
行
わ
れ
た
と
結
論
付
け

ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
②
の
高
市
皇
子
の
生
前
の
居
所
は
香
具
山
宮
で
あ
り
ま
す
が
、
先
ほ
ど

『
万
葉
集
』
の
題
詞
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
殯
は
城
上
宮
で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
高
市
皇
子

の
場
合
は
生
前
の
居
所
で
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
高
市
皇
子
の
陵
墓
は
、

『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
広
瀬
郡
三
立
岡
と
い
う
場
所
に
な
り
ま
す
。
現
在
、
広
瀬
郡
三
立
岡
の

近
く
に
「
城
上
」
に
関
わ
る
地
名
が
残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
陵
墓
の
近
く
で
殯
を
し
て
、
直

ぐ
に
陵
墓
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
か
ら
、
明
日
香
皇
女
の
生
前
の
居
所
は
不
明
で
あ
り
ま
す
が
、
先
の
『
万
葉
集
』
の
歌

で
飛
鳥
川
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う
も
飛
鳥
近
辺
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
殯
は
城
上
宮
と
い
う
と
こ
ろ
で
行
っ
て
お
り
、
こ
の
場
所
は
「
君
と
時
ど

き
幸
し
て
」
と
『
万
葉
集
』
で
詠
ん
で
い
ま
す
の
で
、
夫
君
と
た
ま
に
遊
び
に
行
っ
た
離
宮
的

な
場
所
と
な
り
ま
す
。
上
野
氏
は
研
究
さ
れ
る
時
、『
宮
廷
挽
歌
の
世
界
』
を
書
か
れ
た
身
崎

壽
氏
の
説
を
見
本
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
身
崎
氏
も
『
万
葉
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
宮

廷
挽
歌
を
研
究
さ
れ
ま
し
て
、
本
来
殯
と
い
う
の
は
大
抵
が
生
前
住
ん
で
い
た
場
所
で
行
わ
れ

ま
し
た
が
、
持
統
天
皇
の
御
世
に
な
っ
た
時
に
色
々
な
葬
送
儀
礼
の
変
化
が
あ
っ
て
、
殯
宮
を

葬
地
に
設
け
る
と
い
う
方
式
が
出
現
し
た
と
結
論
付
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
殯
は
持
統

天
皇
朝
で
終
焉
を
迎
え
ま
す
の
で
、
新
し
い
葬
送
儀
礼
の
方
式
に
変
わ
っ
た
と
同
時
に
、
殯
の

儀
式
や
殯
宮
も
終
わ
っ
た
と
い
う
説
明
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
身
崎
説
は
、『
万
葉
集
』
の

歌
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、こ
う
い
っ
た
説
を
受
け
て
、

上
野
誠
氏
は
さ
ら
に
そ
れ
を
一
歩
進
め
ま
し
て
、
天
皇
以
外
の
殯
宮
を
宮
都
周
辺
に
営
ん
で
は

い
け
な
い
と
い
う
規
制
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
大
胆
な
こ
と
を
仰
い
ま
し
た
。
そ
の
論
が
何

に
基
づ
い
て
い
る
の
か
と
申
し
ま
す
と
、『
養
老
令
』
と
い
う
奈
良
時
代
の
律
令
の
条
文
（
養

老
喪
葬
令
）
に
「
凡
そ
皇
都
及
び
道
路
の
側
近
に
は
、
並
び
に
葬
埋
す
る
を
得
ざ
れ
」
と
、
天

皇
の
都
と
道
路
の
近
く
に
は
、死
体
を
葬
っ
た
り
埋
め
た
り
す
る
な
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
史
料
を
根
拠
に
、
古
代
の
宮
都
に
は
天
皇
以
外
の
死
穢
を
嫌
う
と
い
う
性
格
が
あ
っ
て
、

京
域
内
に
殯
宮
は
設
営
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
説
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
小
澤
氏
は
上
野
氏

の
こ
の
指
摘
を
用
い
、
私
の
説
を
批
判
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
私
は
上
野
説
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
い
う

の
は
、
律
令
の
規
定
は
あ
く
ま
で
葬
埋
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
葬
埋
と
い
う
の
は
「
葬
っ
て
埋
め

る
」
と
い
う
墓
造
り
の
話
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
殯
は
埋
葬
す
る
前
に
一
端
遺
体

を
仮
安
置
す
る
こ
と
で
葬
埋
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
上
野
説
は
殯
と
埋
葬
を
混
同

し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
最
近
、
竹
本
晃
氏
も
批
判
さ
れ
て
お
り
、
私
は

そ
れ
に
賛
成
で
、
殯
宮
は
宮
の
近
く
に
あ
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

大
宝
律
令
等
の
律
令
で
規
定
さ
れ
る
喪
葬
令
が
、
斉
明
天
皇
の
御
世
に
ま
で
遡
っ
て
有
効
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
す
。
し
か
も
、
斉
明
天
皇
の
王
宮
は
藤
原
宮
が
で
き
る
前
の
宮
で
あ

る
た
め
京
域
が
な
く
、
右
京
も
左
京
も
条
坊
道
路
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
碁
盤
目
状
の

整
然
と
し
た
宮
都
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
時
期
で
す
の
で
、
斉
明
天
皇
の
時
代
の
飛
鳥
に
大
宝

律
令
の
喪
葬
令
を
適
用
す
る
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け

で
、
建
王
の
殯
が
宮
の
近
辺
で
行
わ
れ
た
と
い
う
私
論
を
批
判
し
た
小
澤
氏
の
説
に
は
大
き
な

問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

一
方
で
、『
万
葉
集
』
の
研
究
の
周
辺
を
見
ま
す
と
、
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
柿
本
人
麻
呂
の

挽
歌
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
か
な
り
の
異
論
が
あ
る
の
で
す
。
最
近
の
通
説
は
身
崎
説
・
上
野

説
が
強
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、平
舘
英
子
氏
や
武
藤
美
也
子
氏
、風
間
力
三
氏
と
い
っ
た
方
々

は
、
論
文
で
全
く
正
反
対
の
結
論
を
仰
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
①
の
草
壁
皇
子
の
歌
は
「
檀
の

岡
」
を
「
常
つ
御
門
」
と
言
っ
た
り
、
③
の
明
日
香
皇
女
の
歌
で
も
「
城
上
宮
」
を
「
常
宮
」

と
詠
ん
で
い
ま
す
。
常
宮
と
い
う
の
は
永
遠
の
宮
都
と
い
う
意
味
で
、
恐
ら
く
死
者
が
ず
っ
と

永
遠
に
住
む
宮
と
い
う
意
味
で
す
の
で
、
こ
れ
は
お
墓
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
②
の

高
市
皇
子
の
歌
で
は
、
皇
子
の
御
門
（
香
具
山
宮
）
で
の
殯
宮
儀
礼
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
表
現

が
あ
り
ま
し
た
。
遺
骸
の
前
で
這
い
つ
く
ば
っ
て
悲
し
み
を
表
す
匍
匐
礼
の
描
写
は
、
生
前
の

殯
・
殯
宮
と
王
宮
・
葬
地
（
西
本
）
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宮
で
あ
る
香
具
山
宮
で
親
族
が
集
ま
っ
て
泣
い
て
い
る
様
を
表
現
し
て
お
り
、
香
具
山
宮
で
殯

を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
問
題
な
の
は
、
題
詞
に
「
城
上
の
殯
宮

の
時
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
平
舘
氏
は
、
題
詞
の
「
殯
宮
之
時
」

は
必
ず
し
も
挽
歌
の
内
容
と
関
わ
ら
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、『
新
撰
字
鏡
』
等

の
辞
典
類
に
、
殯
に
は
葬
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
出
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
柏
原
市
の
松
岳

山
古
墳
か
ら
出
て
ま
い
り
ま
し
た
船
王
後
墓
誌
に
も
、
埋
葬
す
る
こ
と
を
「
殯
葬
」
と
表
現
し

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
殯
宮
之
時
」
と
書
い
て
あ
る
の
は
「
葬
之
時
」
と
も
言
い
換
え
る

こ
と
が
で
き
、「
殯
」
を
単
に
「
葬
る
」
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
平
舘
氏
ら
は
指

摘
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
通
説
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
通
説
を
支
持
さ
れ
て

い
る
方
か
ら
も
ま
た
批
判
が
あ
り
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

渡
瀬
昌
忠
氏
・
身
崎
氏
た
ち
は
、
通
説
に
対
す
る
批
判
が
出
た
後
も
、
や
は
り
題
詞
に
「
城

上
殯
宮
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
疑
っ
て
恣
意
的
に
考
え
る
の
は
駄
目
だ
と
い
う
指
摘
を

さ
れ
、
こ
れ
に
は
私
も
同
意
見
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
先
ほ
ど
読
み
ま
し
た
日
並
皇
子
（
草
壁

皇
子
）
へ
の
舎
人
の
慟
傷
歌
に
、
真
弓
の
岡
へ
舎
人
た
ち
が
往
来
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
歌

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
生
前
の
居
所
で
あ
る
島
宮
か
ら
真
弓
の
岡
へ
向
か
い
、
殯
宮
へ
奉
仕

し
て
い
る
よ
う
な
内
容
で
す
の
で
、渡
瀬
氏
や
身
崎
氏
た
ち
は
、や
は
り
真
弓
の
岡
で
殯
を
行
っ

て
お
り
、
真
弓
の
岡
へ
の
往
来
を
詠
う
の
は
、
殯
宮
へ
の
奉
仕
を
暗
示
し
て
い
る
と
説
い
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
歌
の
中
に
「
島
宮
」
が
何
度
も
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
島
宮
は
単
に
生
前
の

居
所
、
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
遺
骸
を
安
置
し
た
り
遺
骸
へ
奉

仕
し
た
と
い
う
内
容
は
出
て
こ
な
い
の
で
、
島
宮
で
は
殯
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
て

い
ま
す
。
確
か
に
、
島
宮
に
て
草
壁
皇
子
の
遺
骸
の
前
で
腹
這
い
に
な
り
泣
き
叫
ぶ
と
い
っ
た

よ
う
な
描
写
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
高
市
皇
子
の
歌
に
そ
の
描
写
は
あ
り
ま
し
た
の
で
、

な
か
な
か
一
概
に
は
言
え
な
い
難
し
い
問
題
が
ご
ざ
い
ま
す
。

色
々
な
説
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
実
は
平
舘
氏
や
武
藤
氏
が
仰
っ
て
い
る
通
説
の
批
判
と
い

う
の
は
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
賀
茂
真
淵
や
本
居
宣
長
も
こ
れ
に
近
い
説
を
述
べ

て
い
ま
す
。
こ
の
『
万
葉
集
』
の
歌
は
、
簡
単
に
結
論
が
出
せ
な
い
歌
な
の
で
す
。
私
と
し
て

は
、
殯
は
生
前
の
居
所
で
あ
っ
た
島
宮
・
香
具
山
宮
で
行
い
、
真
弓
や
城
上
は
お
墓
の
場
所
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
通
説
批
判
の
方
に
分
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
や

は
り
『
万
葉
集
』
の
題
詞
に
「
城
上
殯
宮
之
時
」
と
あ
る
以
上
、
城
上
宮
で
も
殯
が
行
わ
れ
た

可
能
性
も
見
て
取
れ
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
判
断
し
難
い
の
で
す
。
し
か
し
、
本
来
な
ら
ば
生

前
の
宮
で
殯
を
行
う
の
が
普
通
で
す
が
、
余
程
思
い
入
れ
が
あ
る
場
合
は
、
離
宮
に
お
い
て
再

度
殯
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
城
上
宮
と
い
う
の
は
明
日
香
皇
女
の
歌
に
あ
り
ま
し
た
よ
う

に
、
夫
君
と
時
々
遊
び
に
行
っ
た
離
宮
的
な
場
所
で
、
お
そ
ら
く
高
市
皇
子
に
と
っ
て
も
同
様

の
場
所
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
明
日
香
皇
女
や
高
市
皇
子
の
場
合
、
生
前
の
居

所
で
あ
る
香
久
山
宮
で
一
度
「
殯
」
を
行
い
、
加
え
て
生
前
何
度
も
通
っ
た
城
上
離
宮
で
、
再

度「
殯
」を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。『
万
葉
集
』で
は
、城
上
殯
宮
で
殯
を
行
っ

た
こ
と
を
中
心
に
歌
を
作
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

そ
し
て
、
問
題
な
の
は
城
上
が
一
体
ど
こ
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

色
々
と
議
論
が
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
昔
は
、
奈
良
県
広
陵
町
の
百
済
・
大
塚
の
辺
り
で
は
な

い
か
と
い
う
平
林
章
仁
氏
の
説
が
支
持
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
近
年
は
桜
井
市
の
戒
重
と
い

う
地
名
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
す
る
、
渡
里
恒
信
氏
の
説
が
有
力
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
も
最
近

ま
で
、
渡
里
氏
と
同
じ
く
戒
重
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
講
演
の
準
備
を
し
て

い
る
過
程
で
、
何
年
か
前
に
吉
川
真
司
氏
か
ら
大
和
高
田
市
に
「
木
延
」
と
い
う
小
字
が
あ
り
、

城
上
は
む
し
ろ
こ
こ
に
あ
て
る
べ
き
と
聞
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
少
し
調
べ
た
と
こ
ろ
、
む

し
ろ
平
林
氏
が
仰
っ
て
い
る
百
済
・
大
塚
の
方
が
有
力
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
直
す
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
地
図
の
⑬
「
大
和
国
条
理
復
元
図
」
の
右
下
に
前
方
後
円
墳
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
顕
宗
天
皇
陵
の
参
考
地
と
い
わ
れ
て
い
る
古
墳
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
方
後
円
墳
の
左

上
に
新
池
と
い
う
大
き
な
た
め
池
が
あ
り
、
こ
の
池
の
さ
ら
に
右
上
に
「
木
延
」
と
い
う
小
字

が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
地
図
の
下
に
も
う
少
し
範
囲
を
広
げ
た
奈
良
県
都
市
図
⑭
を
挙
げ
て

お
り
ま
す
が
、
そ
の
左
下
に
大
和
高
田
市
と
あ
る
付
近
に
先
ほ
ど
の
前
方
後
円
墳
と
池
が
見
え

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
四
号
（
平
成
三
十
年
三
月
）
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ま
し
て
、
小
字
「
木
延
」
を
マ
ー
ク
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
木
延
」
と
い
う
小
字
な
の
で
す

が
、『
万
葉
集
』
に
出
て
く
る
「
城
上
」
に
発
音
が
よ
く
似
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
平
林
氏
に
よ
っ
て
、
⑭
の
地
図
に
も
見
え
ま
す
「
百
済
」「
大
塚
」
と
い
う
と

こ
ろ
が
城
上
宮
だ
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
大
和
高
田
市
の
大
谷
と
い
う
地
域
の
中
に

「
木
部
」
と
い
う
小
字
が
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
平
林
氏
は
こ
の
小
字
に
注
目
さ
れ
た
の
で
す
。

位
置
的
に
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
の
で
す
が
、「
城
上
」
が
転
訛
し
て
い
っ
て
「
木
延
」
と
な
っ

た
と
す
れ
ば
、
私
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
方
が
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、「
木
延
」
の
北
側
に
三
立
山
公
園
と
い
う
公
園
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
は

高
市
皇
子
の
お
墓
と
言
わ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
り
ま
す
。
未
発
掘
の
た
め
ど
こ
ま
で
信
用
し
て

い
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、「
三
立
山
」
と
い
う
名
前
は
『
延
喜
式
』
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、

高
市
皇
子
の
お
墓
の
名
前
が
地
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
木
延
」

は
、
お
そ
ら
く
高
市
皇
子
や
明
日
香
皇
女
が
時
お
り
訪
れ
た
離
宮
が
あ
っ
た
場
所
で
、
結
構
な

平
地
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
土
地
は
離
宮
を
置
く
に
は
適
し
て
い
ま
す
が
、
お
墓
を

造
る
に
は
不
適
当
で
あ
り
、
お
墓
の
方
は
北
側
の
丘
陵
地
帯
に
造
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
、
高
市
皇
子
や
明
日
香
皇
女
の
二
度
目
の
殯
は
「
木
延
」
近
辺
に
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
離
宮
で
行
い
、
そ
の
後
す
ぐ
に
近
く
の
墳
丘
に
ご
遺
骸
を
葬
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、『
万
葉
集
』
の
一
七
四
番
・
一
七
九
番
の
歌
か
ら
は
、
草
壁
皇
子
の
殯
が
お
そ

ら
く
生
前
の
宮
で
あ
っ
た
島
宮
で
行
わ
れ
、
真
弓
の
岡
に
舎
人
が
何
度
も
往
来
し
て
い
る
様
子

が
窺
え
ま
す
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
歌
も
舎
人
が
行
き
来
す
る
理
由
を
「
侍
宿
」
の
た
め
と
書

い
て
い
る
の
で
す
。
私
は
こ
れ
に
関
し
て
、
彼
ら
が
殯
宮
で
は
な
く
お
墓
に
侍
り
宿
泊
し
て
い

る
と
考
え
た
方
が
い
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
蘇
我
馬
子
の
お
墓
を
造
る
際
、

多
く
の
氏
族
が
お
墓
の
近
く
に
仮
の
家
を
建
て
て
宿
泊
し
て
い
る
様
子
が
、『
日
本
書
紀
』
に

見
ら
れ
る
の
で
す
。
史
料
④
『
日
本
書
紀
』
舒
明
天
皇
即
位
前
紀
に
、「
是
の
時
に
適
り
て
、

蘇
我
氏
の
諸
族
等
は
悉
く
集
い
、
嶋
大
臣
の
為
に
墓
を
造
り
て
、
墓
所
に
次
る
。
爰
に
摩
理
勢

臣
、
墓
所
の
廬
を
壊
し
て
、
蘇
我
の
田
家
に
退
き
て
仕
え
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
坂
合
部
摩
理
勢

は
蘇
我
氏
の
同
族
で
、
族
長
的
な
地
位
に
あ
っ
た
人
物
で
す
。
蘇
我
馬
子
の
死
後
、
蘇
我
氏
の

同
族
す
べ
て
が
集
ま
り
、
廬
等
を
設
け
て
宿
泊
を
し
な
が
ら
馬
子
の
墓
を
造
る
の
で
す
が
、
摩

理
勢
は
何
か
気
に
入
ら
な
い
事
が
あ
っ
た
の
か
、
自
分
の
廬
を
潰
し
て
自
分
の
家
に
帰
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
史
料
⑤
に
『
万
葉
集
』
巻
二
の
有
名
な
歌
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
が
、
題
詞
に
は

「（
天
智
天
皇
の
）
山
科
の
御
陵
よ
り
退
散
せ
し
時
に
、
額
田
王
の
作
り
し
歌
」
と
あ
り
ま
す
。

天
智
天
皇
陵
を
造
営
す
る
際
に
近
親
者
達
が
御
陵
に
泊
ま
り
込
み
、
御
陵
が
完
成
し
泊
ま
る
必

要
が
無
く
な
る
と
、
最
後
に
皆
が
悲
し
み
な
が
ら
お
墓
を
後
に
す
る
と
い
う
歌
を
詠
っ
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
、
歌
の
中
で
は
「
御
陵
仕
ふ
る
」
と
い
う
表
現
を
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
時

代
は
下
り
ま
す
が
史
料
⑦
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
八
月
の
記
事
に
、
高
野
天
皇

を
大
和
国
添
下
郡
佐
貴
郷
高
野
山
陵
に
葬
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
野
天
皇
と
は
称
徳
天
皇

の
こ
と
で
、
女
帝
で
あ
る
称
徳
天
皇
が
崩
御
さ
れ
、
そ
の
お
墓
で
あ
る
高
野
山
陵
に
葬
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
時
、
称
徳
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
道
鏡
は
「
梓
宮
に
奉
り
て
、
便
ち
陵
下
に

留
り
廬
す
」
と
、
や
は
り
天
皇
の
棺
を
奉
じ
て
御
陵
の
下
に
宿
泊
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
習
慣
は
最
近
の
我
々
に
は
馴
染
み
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
代
に
お
い
て
は
親
し

く
仕
え
た
方
が
亡
く
な
る
と
、
墓
に
葬
っ
た
後
も
御
陵
で
宿
泊
し
、
亡
き
方
を
偲
ぶ
と
い
う
こ

と
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
初
の
方
で
触
れ
ま
し
た
『
万
葉
集
』
の
歌
で
も
、
島
宮

か
ら
真
弓
の
岡
に
草
壁
皇
子
の
亡
骸
を
移
し
た
後
、
舎
人
た
ち
は
真
弓
の
岡
に
「
宿
侍
」
し
て

い
ま
す
。
上
野
氏
ら
は
こ
こ
か
ら
真
弓
の
岡
で
殯
が
行
わ
れ
た
と
見
て
い
る
の
で
す
が
、
舎
人

た
ち
は
真
弓
の
岡
に
造
ら
れ
た
墓
所
に
「
宿
侍
」
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
歌
の

中
で
は
島
宮
に
は
遺
骸
が
な
く
非
常
に
追
憶
的
で
、
も
う
す
で
に
皇
子
の
遺
骸
は
真
弓
の
岡
に

行
っ
て
し
ま
っ
て
、
島
宮
は
も
ぬ
け
の
殻
で
荒
廃
し
た
様
子
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

実
は
こ
れ
は
中
国
の
挽
歌
に
も
あ
る
よ
う
な
形
式
に
な
り
ま
し
て
、
遺
体
が
生
前
の
宮
を
出
発

し
て
墓
に
運
ば
れ
る
時
に
「
も
う
生
前
の
宮
に
は
何
も
な
い
」
と
い
う
歌
が
詠
わ
れ
る
の
が
普

通
な
の
で
す
。
や
は
り
、
真
弓
の
岡
は
単
な
る
お
墓
で
あ
る
と
見
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

殯
・
殯
宮
と
王
宮
・
葬
地
（
西
本
）
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今
城
谷
殯
宮
に
関
す
る
私
見
は
、
主
と
し
て
柿
本
人
麻
呂
の
『
万
葉
集
』
の
挽
歌
三
例
を
も

と
に
批
判
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
非
常
に
議
論
が
分
か
れ
る
歌
で
あ
り
ま
す
し
、
た
っ
た

三
例
し
か
な
い
挽
歌
を
普
遍
化
す
る
の
は
非
常
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
歌

を
基
に
構
築
さ
れ
て
い
る
上
野
氏
の
説
も
、
ひ
と
つ
の
仮
説
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、『
万

葉
集
』
の
人
麻
呂
の
挽
歌
三
例
だ
け
か
ら
何
か
を
論
じ
る
の
は
、
非
常
に
危
険
な
の
で
は
な
い

か
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
以
外
か
ら
何
か
言
え
な
い
か
、
と
考
え
注
目
し
た

の
が
以
下
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

三
、
八
・
九
世
紀
の
親
王
・
大
臣
の
「
殯
」

ま
ず
、
八
・
九
世
紀
の
親
王
・
大
臣
の
殯
で
あ
り
ま
す
が
、
親
王
や
大
臣
が
逝
去
し
た
場
合

は
天
皇
か
ら
勅
使
を
送
る
と
い
う
規
定
が
、
様
々
な
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

『
延
喜
式
』
太
政
官
式
に
は
、
親
王
・
大
臣
が
薨
ず
る
と
装
束
使
と
山
作
使
が
任
命
さ
れ
る
と

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
葬
儀
や
御
陵
造
営
の
準
備
の
た
め
で
、
葬
送
の
日
に
勅
使
二
人
が
任
命
さ

れ
、
一
人
は
詔
書
を
持
ち
、
も
う
一
人
は
故
人
に
与
え
る
位
を
書
い
た
書
状
で
あ
る
位
記
を
持

ち
、
い
ず
れ
も
故
人
の
邸
宅
に
赴
い
て
弔
贈
し
ま
す
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
に
は
「
事
は
儀
式

に
見
ゆ
（
詳
し
い
儀
式
は
儀
式
書
を
見
な
さ
い
）」
と
あ
り
、
そ
の
儀
式
は
『
儀
式
』
巻
十
の
弔

葬
儀
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
勅
使
二
人
が
邸
宅
の
門
の
外
に
到
る
と
、
喪
家
、

つ
ま
り
遺
族
た
ち
は
邸
宅
の
門
の
前
に
迎
え
に
行
っ
て
、
榻
と
い
う
腰
掛
け
二
基
を
「
殯
室
」

の
堂
上
に
設
け
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
「
殯
室
」
と
は
、
殯
の
部
屋
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
、『
儀
式
』
巻
十
の
贈
品
位
儀
を
見
る
と
、
埋
葬
の
日
に
勅
使
二
人
が
邸
宅

の
門
の
外
に
到
っ
た
時
に
、
喪
家
は
榻
二
基
を
「
殯
室
」
の
堂
上
に
設
け
、
勅
使
は
宣
命
を
宣

制
し
、
位
記
を
授
与
す
る
と
と
も
に
霊
柩
の
前
に
進
る
と
あ
り
ま
す
。
棺
の
前
に
天
皇
の
詔
書

（
弔
辞
）
や
、
天
皇
か
ら
授
か
っ
た
位
記
を
置
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
勅
使
が
退
去
し
た
後
、

霊
柩
は
葬
地
へ
出
発
す
る
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、『
延
喜
式
』
や
『
儀
式
』
は
大
体
平
安
時
代
の
状
態
を
書
い
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
こ
の
時
期
に
は
天
皇
の
使
い
で
あ
る
勅
使
が
亡
く
な
っ
た
方
の
邸
宅
へ
駆
け
つ
け

ま
し
た
。
そ
し
て
、
故
人
の
邸
宅
で
殯
を
行
い
、「
殯
室
」
に
柩
を
安
置
し
て
、
棺
の
前
に
天

皇
の
詔
書
や
位
記
を
供
え
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
で
も
同
じ
で
、
お
通
夜
や
お
葬
式
に
は
弔
電
や

お
供
え
も
の
を
贈
り
ま
す
し
、
天
皇
陛
下
か
ら
賜
る
場
合
も
棺
の
前
に
置
か
れ
ま
す
。
何
よ
り

も
、『
儀
式
』
と
い
う
平
安
時
代
前
期
の
儀
式
書
の
記
載
に
、
殯
の
部
屋
を
指
す
「
殯
室
」
と

い
う
語
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
少
々
驚
い
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、『
続
日
本
紀
』
の
古
い
記
載
に
も
、
大
臣
が
亡
く
な
っ
た
時
に
行
わ
れ
る
儀
式

に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
七
月
壬
辰
条
を
見
ま

す
と
、
左
大
臣
多
治
比
嶋
が
亡
く
な
っ
た
時
、
天
皇
が
葬
儀
を
取
り
仕
切
る
使
者
を
派
遣
し
て
、

喪
事
を
監
護
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
刑
部
皇
子
ら
の
一
行
が
亡
く
な
っ
た
多
治
比
嶋
の

邸
宅
に
着
き
、
弔
賻
、
弔
い
を
申
し
上
げ
る
と
、
路
大
人
が
「
公
卿
之
誄
」
を
成
し
、
次
い
で

下
毛
野
石
代
が
「
百
官
之
誄
」
を
成
し
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
誄
」
と
い
う
の
は
殯
宮
で
行

う
典
型
的
な
行
事
で
、
亡
く
な
っ
た
方
の
お
悔
や
み
の
言
葉
を
言
う
行
事
の
こ
と
で
す
。
こ
れ

を
、
故
人
の
邸
宅
で
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
三

月
癸
卯
条
に
も
、
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
壬
申
の
乱
の
生
き
残
り
で
、
大
友
皇
子
側
に

味
方
し
た
も
の
の
罪
を
許
さ
れ
て
奈
良
時
代
ま
で
生
き
た
、
石
上
麻
呂
と
い
う
人
物
が
い
ま
し

た
。
こ
の
方
が
亡
く
な
っ
た
時
に
、
長
屋
王
た
ち
が
邸
宅
に
着
い
て
弔
賻
し
て
、
故
人
に
位
を

与
え
ま
し
た
。
そ
の
時
、
上
毛
野
広
人
が
「
太
政
官
之
誄
」
を
成
し
、
穂
積
老
が
「
五
位
已
上

之
誄
」
を
成
し
、
当
麻
東
人
が
「
六
位
已
上
之
誄
」
を
成
し
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
の
記
述

に
は
既
に
「
殯
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
故
人
の
邸
宅
に
お

い
て
こ
の
よ
う
な
誄
の
儀
式
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
態
と
し
て
は
殯
を
行
っ
て
い
る

と
考
え
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

ま
と
め
ま
す
と
、
八
世
紀
初
頭
で
は
、
貴
族
の
邸
宅
で
殯
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど

紹
介
し
ま
し
た
多
治
比
嶋
や
石
上
麻
呂
は
藤
原
京
・
平
城
京
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
の
で
、
必

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
四
号
（
平
成
三
十
年
三
月
）
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然
的
に
藤
原
京
内
・
平
城
京
内
で
殯
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、

大
臣
が
殯
を
行
っ
て
い
る
の
に
、
皇
子
・
皇
女
だ
け
が
死
穢
を
理
由
に
京
域
内
に
殯
宮
を
設
け

ら
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。『
万
葉
集
』
の
和
歌
三
例
か
ら
だ
と
、

天
皇
以
外
の
殯
宮
は
宮
都
の
近
辺
に
置
け
な
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
議
論
は

色
々
な
可
能
性
を
排
除
し
た
上
で
成
立
し
ま
す
。『
万
葉
集
』
だ
け
だ
と
何
と
で
も
言
え
る
わ

け
で
、『
万
葉
集
』
以
外
の
史
料
に
も
当
た
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
恐
ら
く
そ
う
は
言
え
な
い

で
し
ょ
う
。
や
は
り
、
邸
宅
で
亡
く
な
っ
た
時
は
邸
宅
で
殯
を
し
て
、
そ
の
後
墓
に
送
ら
れ
て

い
き
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
殯
の
定
義
に
も
見
え
ま
し
て
、
故
人
の
邸
宅
で
殯
を
行
う

の
は
、
中
国
で
は
全
く
普
通
の
話
な
の
で
す
。

四
、
中
国
の
殯
と
邸
第

『
説
文
解
字
』
と
い
う
書
物
に
、
殯
と
は
人
の
死
後
、
葬
送
に
至
る
ま
で
の
間
、
屍
を
柩
に

お
さ
め
て
賓
遇
す
る
こ
と
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
賓
遇
と
い
う
の
は
、
死
者
を
そ
の
家
の
主
人

と
い
う
立
場
か
ら
、
来
賓
・
ゲ
ス
ト
の
立
場
に
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
家
の
主
人

で
あ
っ
て
も
死
後
い
つ
ま
で
も
主
人
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
、
い
ず
れ
身
が
亡
び
て
、
そ
の
家

に
や
っ
て
く
る
時
に
は
、
賓
客
と
い
う
身
分
に
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、
主
人
か

ら
殯
客
に
変
え
る
と
い
う
儀
式
が
殯
で
あ
っ
て
、
殯
に
賓
客
の
「
賓
」
の
字
が
入
っ
て
い
る
の

は
こ
の
た
め
で
あ
る
と
、
西
岡
弘
氏
が
『
中
国
古
代
の
葬
礼
と
文
学
』
と
い
う
本
の
中
で
仰
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
中
国
の
古
典
で
あ
る
『
儀
礼
』
に
は
、
人
の
葬
儀
に
関
す
る
三
段
階

の
規
定
が
あ
り
ま
す
。
第
一
段
階
は
、
人
が
亡
く
な
っ
た
瞬
間
、
死
者
に
新
し
い
着
物
を
着
せ

る
小
斂
・
大
斂
を
経
て
、
遺
体
を
棺
に
納
め
る
納
棺
ま
で
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
第
二
段
階

が
殯
で
あ
り
、
第
三
段
階
が
葬
・
埋
葬
と
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
第
一
段
階
と
第
二
段
階
は

『
儀
礼
』
の
士
葬
礼
、
第
三
段
階
は
同
書
の
既
夕
礼
と
い
う
と
こ
ろ
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
国
の
葬
礼
は
「
殯
」
を
中
心
と
し
た
第
一
次
葬
と
、「
葬
」
を
中
心
と
し
た
第
二
次
葬
か

ら
成
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
段
階
で
あ
る
小
斂
・
大
斂
・
納
棺
で
は
、
死
者
は
ま
だ
日

常
居
室
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
第
二
段
階
の
殯
に
な
る
と
、
死
者
は
す
で
に
賓
客
と
な
り

神
に
転
化
す
る
寸
前
で
あ
り
ま
す
の
で
、
亡
骸
は
邸
宅
内
の
西
階
堂
上
に
移
し
て
賓
遇
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
殯
が
終
了
す
る
と
、「
殯
を
啓
く
」
と
書
い
て
啓
殯
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
啓

殯
の
時
に
、
死
者
は
家
宅
と
最
後
の
別
れ
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
普
通
、
中
国
で

は
各
自
の
家
に
宗
廟
（
自
分
の
家
の
御
霊
屋
）
や
先
祖
か
ら
の
位
牌
が
あ
り
ま
す
の
で
、
啓
殯

の
の
ち
先
祖
か
ら
の
宗
廟
や
位
牌
と
死
者
が
最
後
の
別
れ
を
行
い
、
墓
に
向
か
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
殯
と
い
う
の
は
死
者
の
邸
宅
と
非
常
に
関
係
が
深
い
た
め
、
邸

宅
を
無
視
し
て
話
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
石
見
清
裕
氏
と
い
う
中
国
史
の
研
究
者
が
、『
大
唐
開
元
礼
』
に
お
け
る
官
僚

の
喪
葬
儀
礼
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
『
大
唐
開
元
礼
』
は
名
前
の
通
り

礼
の
本
で
あ
り
ま
す
の
で
、
儒
教
の
儀
礼
を
土
台
と
し
た
葬
送
儀
礼
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
中
身
は
中
国
の
古
典
で
あ
る
『
儀
礼
』
と
ほ
ぼ
等
し
い
行
事
を
載
せ
て
い
る
の
で
す
。

史
料
⑪
の
『
大
唐
開
元
礼
』
巻
一
三
八
・
一
三
九
に
、「
三
品
以
上
喪
之
一
・
喪
之
二
」
の
儀

式
構
成
を
石
見
氏
が
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
。「
三
品
以
上
喪
之
一
」
と
は
、
初
終
と
い
っ
て
、

亡
く
な
っ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
行
わ
れ
る
様
々
な
儀
式
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、中
で
も「
小

斂
・
大
斂
」
と
い
う
儀
式
が
初
終
の
最
初
と
な
る
第
一
段
階
の
儀
式
で
す
。
そ
し
て
、
大
斂
の

後
に
行
わ
れ
る
「
廬
次
・
成
服
・
朝
夕
哭
奠
」
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
殯
の
内
容
と
な
り
ま
す
。

殯
の
最
後
に
、
殯
を
啓
く
と
い
う
「
啓
殯
」
の
儀
式
を
行
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
「
卜
宅
兆
」

や
「
卜
葬
日
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
て
、
墓
所
を
決
め
る
の
も
殯
の
作
業
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
死

者
を
ど
こ
の
お
墓
に
入
れ
る
の
か
は
、
や
は
り
殯
の
最
中
に
議
論
し
て
場
所
を
決
め
た
の
で
あ

り
、
葬
式
の
日
取
り
も
占
い
に
よ
っ
て
決
め
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
殯
が
終
わ
り
そ

の
次
の
「
三
品
以
上
喪
之
二
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
将
葬
」
と
い
う
埋
葬
儀
礼
が
始
ま
り

ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
石
見
氏
が
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
が
、「
三
品
以
上
喪
之
一
」
と
は

臨
終
以
後
の
自
宅
に
お
け
る
諸
儀
式
で
あ
り
、
中
国
に
お
い
て
も
墓
所
で
殯
は
行
い
ま
せ
ん
で

殯
・
殯
宮
と
王
宮
・
葬
地
（
西
本
）
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し
た
。
ま
た
、「
三
品
以
上
喪
之
二
」
に
お
い
て
も
、
柩
が
自
宅
の
殯
所
を
出
発
し
て
墓
所
に

埋
葬
さ
れ
る
ま
で
の
諸
儀
式
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
中
国
に
お
い
て

も
自
宅
が
殯
の
儀
式
を
と
り
行
う
場
所
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

最
後
に
、『
文
選
』
と
い
う
詩
文
集
に
非
常
に
有
名
な
挽
歌
が
載
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ

の
挽
歌
を
紹
介
し
て
本
講
演
の
大
体
の
内
容
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
史
料
⑯
に
挙
げ
て

お
り
ま
す
挽
歌
は
、
非
常
に
難
し
い
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
中
国
の
南
北
朝
時

代
の
詩
文
集
『
文
選
』
と
い
う
も
の
で
、
日
本
人
に
も
す
ご
く
大
き
な
影
響
を
与
え
た
詩
文
集

に
な
り
ま
す
。
平
城
宮
の
木
簡
に
も
『
文
選
』
の
詩
文
を
書
い
た
も
の
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て

お
り
ま
し
て
、
当
時
の
日
本
人
は
非
常
に
『
文
選
』
が
好
き
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

『
文
選
』
の
挽
歌
詞
は
陸
機
と
い
う
人
の
作
で
、
葬
地
を
卜
定
し
、
墓
穴
を
掘
り
、
棺
車
を

飾
り
、
葬
列
の
準
備
を
整
え
る
な
ど
、
ま
さ
に
墓
も
決
ま
っ
て
邸
宅
か
ら
棺
桶
を
運
び
出
す
準

備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
話
が
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
ち
ょ
う
ど
殯
の
最
後
、
遺
体

を
葬
る
場
所
を
選
び
定
め
、
死
者
を
邸
宅
か
ら
墓
所
へ
送
り
出
す
と
こ
ろ
に
当
た
り
ま
す
。
そ

こ
に
は
殯
宮
で
起
こ
る
哀
響
と
あ
り
、
最
後
の
別
れ
で
す
の
で
殯
宮
で
は
遺
族
た
ち
が
嘆
き
悲

し
ん
で
お
り
、
大
声
で
泣
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
哀
響
を
停
め
て
私
の
挽
歌
を
聞
い
て
く
れ

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
殯
を
啓
い
て
霊
轜
を
進
め
る
と
、
棺
桶
を
殯
室
か
ら

外
へ
出
し
て
い
き
、
そ
の
後
に
帷
袵
（
帷
と
床
）、
つ
ま
り
亡
く
な
っ
た
方
が
使
っ
て
い
た
寝
台

や
帷
帳
と
い
っ
た
日
用
品
に
非
常
に
む
な
し
い
影
が
残
っ
て
い
る
、
棟
宇
（
家
）
は
そ
こ
で
死

者
と
最
後
の
別
れ
を
す
る
と
い
っ
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
周
親
や
朋
友
、
親
族

や
友
達
が
集
ま
る
中
で
、死
者
を
長
夜
台
と
い
う
墓
所
に
送
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

要
す
る
に
、
こ
の
挽
歌
詩
は
殯
の
終
末
、
霊
柩
が
葬
地
へ
出
発
す
る
瞬
間
を
歌
っ
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
は
我
々
が
普
段
お
葬
式
に
参
列
す
る
場
合
と
同
じ
で
す
。
故
人
と
最
後
の
別
れ
を
し

て
、
花
束
を
捧
げ
た
り
し
て
、
最
後
に
霊
柩
車
が
パ
ー
ン
と
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
て
去
っ

て
い
く
あ
の
瞬
間
は
、
一
番
悲
し
み
の
深
ま
る
時
で
、
本
当
に
涙
が
こ
み
上
げ
て
き
ま
す
。
こ

れ
は
、
や
は
り
昔
も
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、
殯
の
最
後
に
邸
宅
か
ら
墓
場
へ
と
向
か
う
瞬
間
が

非
常
に
悲
し
く
、
死
者
を
悼
む
最
大
の
機
会
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
挽
歌
は
殯
の

最
後
に
捧
げ
る
の
が
習
わ
し
に
な
り
ま
す
。
本
来
、
挽
歌
と
い
う
の
は
棺
桶
を
墓
場
ま
で
綱
を

引
き
な
が
ら
運
ぶ
時
に
歌
う
歌
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
『
文
選
』
に
見
え
る
挽
歌
は
そ
う
い
っ

た
も
の
と
は
別
に
、
第
三
者
と
し
て
葬
儀
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
詠
ん
で
い
る
の
で
す
。

こ
う
い
っ
た
中
国
の
挽
歌
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
最
初
に
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
読
み
ま
し
た

『
万
葉
集
』
の
草
壁
皇
子
の
殯
宮
の
挽
歌
で
、「
島
宮
は
非
常
に
荒
廃
し
て
し
ま
っ
て
、
仕
え
て

い
た
舎
人
た
ち
は
ど
こ
に
行
っ
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
非
常
に
強

い
嘆
き
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
島
宮
で
殯
を
し
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
島
宮
で
の
殯
が
終
わ
っ
た
瞬
間
を
詠
ん
で
い
る
と
見
て
い
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
を
読
む
だ
け
で
は
色
々
な
可
能
性
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
や
は
り
『
文
選
』
に
あ
っ
た
挽
歌
の
よ
う
な
、
様
々
な
中
国
の

書
物
に
見
え
る
葬
儀
を
参
考
に
す
れ
ば
、
ま
た
少
し
違
う
見
方
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

お
わ
り
に

古
代
に
お
け
る
殯
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
和
田
萃
氏
の
「
殯
の
基
礎
的
考
察
」
と
い
う
非
常

に
重
厚
な
論
文
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
和
田
説
は
未
だ
に
通
説
の
地
位
を
保
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
論
文
は
な
ん
と
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
が
初
出
で
し
て
、
和
田
先
生
の
修
士
論
文

で
あ
り
ま
す
。
も
う
半
世
紀
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
皆
な
か
な
か
和
田
説
を
乗
り
越
え

ら
れ
な
い
の
で
す
。
た
だ
し
、
今
日
の
私
の
話
も
含
め
て
、
最
近
色
々
と
批
判
も
出
て
き
て
お

り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
最
後
に
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
和
田
氏
は
、
殯
と
い
う
の
は
ま
ず

人
の
死
後
、
埋
葬
す
る
ま
で
遺
体
を
小
屋
内
に
安
置
・
仮
埋
葬
し
、
遺
族
・
近
親
が
儀
礼
を
尽

く
す
と
い
う
定
義
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
当
時
流
行
っ
て
い
た
民
俗
学
の
影
響

を
か
な
り
受
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
遺
体
の
安
置
場
所
は
小
屋
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
四
号
（
平
成
三
十
年
三
月
）
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れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
た
か
も
死
者
の
邸
宅
で
は
な
い
ど
こ
か
違
っ
た
所
に

小
屋
を
作
る
か
の
よ
う
な
定
義
を
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
研
究
は
ま
だ
随
分
こ
れ
に
縛
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
の
私
の
話
を
聞
い
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
む
し

ろ
小
屋
と
い
う
の
は
邸
宅
と
別
に
作
っ
た
の
で
は
な
く
、邸
宅
の
中
の
一
角
に
小
屋
を
作
っ
た
、

或
い
は
邸
宅
内
の
一
室
を
小
屋
と
解
釈
し
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
ま
た
、
和
田
氏
は
中
国
の
殯

と
日
本
の
殯
と
で
は
、
非
常
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ

ま
り
深
く
中
国
の
殯
の
こ
と
を
考
察
し
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
は
や
は
り
今
後
再
考
す

べ
き
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
和
田
氏
は
、
天
皇
の
殯
宮
に
籠
る
の
は
女
性
の
み
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
当
時
流
行
っ
て
い
た
民
俗
学
の
成
果
を
だ
い
ぶ
取
り
入
れ

て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、最
近
に
な
っ
て
稲
田
奈
津
子
氏
が
批
判
を
さ
れ
ま
し
て
、

私
は
こ
の
稲
田
氏
の
批
判
は
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
殯
の
終
末

に
関
し
て
は
仏
式
葬
儀
や
火
葬
が
採
用
さ
れ
た
の
で
、
持
統
・
文
武
朝
に
殯
は
急
速
に
消
滅
し

て
し
ま
い
、
奈
良
時
代
に
な
る
と
殯
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
、
と
和
田
氏
は
仰
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
が
今
か
ら
十
九
年
前
に
、
殯
は
む
し
ろ
平
安
時
代
初
め
く
ら
い
ま
で
行

わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
を
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
点
か
ら
、
今
後

も
う
少
し
、
和
田
説
を
再
考
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
小
屋
の
場
所
に
関
し
て
で
す
が
、
私
は
亡
く
な
ら
れ

た
方
が
常
日
頃
住
ん
で
い
た
、
居
所
の
範
囲
内
で
考
え
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。『
隋
書
』
高
麗
伝
に
、「
死
者
を
屋
内
に
殯
す
、
三
年
を
経
て
吉
日
を
選
ん
で
葬
る
」
と
あ

り
ま
し
て
、
高
句
麗
で
は
殯
を
屋
内
で
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

に
関
し
て
は
『
隋
書
』
倭
国
伝
に
よ
る
と
、「
貴
人
は
三
年
外
で
殯
す
」
と
あ
り
ま
し
て
、
ど

う
も
倭
人
は
屋
外
で
殯
を
行
っ
て
い
る
と
隋
の
人
は
書
い
て
い
ま
す
。
実
は
そ
の
通
り
で
、『
日

本
書
紀
』
を
見
る
と
、
推
古
天
皇
・
孝
徳
天
皇
・
天
武
天
皇
の
御
世
に
お
い
て
は
、「
南
庭
」

と
い
う
宮
殿
の
南
に
位
置
す
る
庭
で
殯
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
普
段
天
皇
が

住
ん
で
お
ら
れ
る
宮
殿
の
南
端
の
庭
で
行
っ
て
お
り
、
斉
明
天
皇
の
殯
は
川
原
宮
で
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
持
統
天
皇
か
ら
殯
は
西
殿
と
い
う
御
殿
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

以
降
は
殯
に
関
す
る
史
料
は
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
和
田
氏
の
説
で
は
こ
こ
で
殯
の
習
慣
は
終

わ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
中
国
の
殯
を
参
照
す
る
と
、
む
し
ろ
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ

れ
以
降
は
王
宮
内
の
一
部
屋
を
殯
殿
と
し
て
儀
式
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
、
持
統
天
皇
の
御
世
く
ら
い
か
ら
は
唐
礼
に
準
拠
し
た
中
国
に
近
い
殯
を
整
備
し
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
、殯
に
関
す
る
大
き
な
話
に
発
展
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、私
が
本
日
お
話
し
し
た
か
っ

た
の
は
、
私
の
説
へ
の
批
判
に
対
す
る
疑
問
で
し
て
、
建
王
と
い
う
八
歳
の
皇
子
の
殯
宮
が
、

宮
殿
の
近
辺
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
言
う
た
め
に
、
長
々
と
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の
反

省
点
と
し
て
は
、「
今
城
谷
の
墓
」
と
表
現
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
「
今
城
谷
の

殯
宮
」
と
言
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
う
既
に
論
文
に
書
い
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す

の
で
訂
正
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
「
墓
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
た
め
に

色
々
と
批
判
を
受
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
後
は
「
殯
宮
」
で
あ
る
と
訂
正
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
丁
度
時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
の
辺
り
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う

も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
に
し
も
と

ま
さ
ひ
ろ
・
関
西
大
学
文
学
部
教
授
）

〔
付
記
〕
本
講
演
の
も
と
と
な
っ
た
原
稿
は
、
そ
の
後
増
補
し
て
、
下
記
の
拙
稿
と
し
て
公
刊
し
た
。

あ
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
西
本
昌
弘「
皇
子
・
皇
女
の
殯
宮
の
場
所
」（『
日

本
歴
史
』
八
二
七
号
、
平
成
二
十
九
年
四
月
）、
同
「
日
本
古
代
の
殯
と
中
国
の
喪
葬
儀
礼
」（
原

田
正
俊
編
『
宗
教
と
儀
礼
の
東
ア
ジ
ア
』〔
ア
ジ
ア
遊
学
二
〇
六
〕
勉
誠
出
版
、
平
成
二
十
九
年

三
月
）。
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